
う
だ
け
で
は
な
く
、
饗
き
ょ
う

宴え
ん

や
儀
礼
的
な
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
他
門
」
藤
並
氏
の
拠
点
　
藤
並
館
跡

藤
並
館
跡
は
、
有
田
川
左
岸
の
河
岸
段
丘
に
立
地
し
て
い
ま

す
。
地
元
で
は
「
土
居
の
堀
」
と
呼
ば
れ
、
四
方
に
残
る
土
塁

と
南
側
を
除
く
三
方
の
堀
に
囲
ま
れ
た
方
形
区
画
が
良
好
に
残

り
、
近
畿
地
方
で
も
有
数
の
保
存
状
態
を
誇
る
平
地
城
館
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
土
塁

の
下
部
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
に
遡
る
土
塁
が
検
出
さ
れ
、
湯
浅

党
と
同
時
代
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

地
域
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
在
地
領
主
は
藤
並
氏
の
み
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
城
館
は
藤
並
氏
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
館
の
基
本
構
造
は
、
藤
並
氏
の
時
代
に
形
成
さ

れ
た
後
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
堀
や
土
塁
の
改

修
を
繰
り
返
し
な
が
ら
利
用
し
て
い
る
状
況
が
判
明
し
ま
し
た
。

「
湯ゆ

浅あ
さ

党と
う

城じ
ょ
う

館か
ん

跡あ
と

　
湯ゆ

浅あ
さ

城じ
ょ
う

跡あ
と

・
藤ふ

じ

並な
み

館や
か
た

跡あ
と

」
が

新
た
に
国
指
定
の
史
跡
に
　
そ
の
2

番
外
編
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「
一
門
」
湯
浅
氏
の
拠
点
　
湯
浅
城
跡

湯
浅
城
跡
は
、
湯
浅
町
と
有
田
川
町
に
ま
た
が
る
青あ
お

木き

山や
ま
（
標

高
77
ｍ
）に
立
地
し
て
い
ま
す
。
青
木
山
は
、北
側
が
急
傾
斜
と
な
っ

て
お
り
、
南
側
か
ら
西
側
は
山
田
川
が
流
れ
、
天
然
の
要
害
と
言

え
る
場
所
で
す
。
湯
浅
氏
の
始
祖
と
さ
れ
る
湯
浅
宗む
ね

重し
げ

が
築

城
し
、そ
れ
以
降
は
湯
浅
本ほ
ん

宗そ
う

家け

（
始
祖
か
ら
の
直
系
の
家
系
）

の
軍
事
拠
点
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
城
内
の
最
も
大
き
な
平
坦
面
は
鎌
倉

時
代
後
期
に
谷
を
埋
め
立
て
て
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
、
湯
浅
党
が
権
勢
を
誇
っ
た
時
期
に
城
館
の
形
成
と
本
格
的

な
利
用
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
平へ
い

坦た
ん

面め
ん

で
は
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
４
回
以
上

の
整
地
と
礎
石
建
物
の
構
築
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
お
り
、
火

災
に
よ
っ
て
建
物
が
焼
失
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
茶
道
具
に
使
用
さ
れ
た
土
器
や
陶
磁
器
な
ど
が
出

土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
に
戦
時
に
お
け
る
要
害
の
城
と
い
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湯浅城跡　焼土面と礎石

藤並館跡　鎌倉時代の土塁


